
﹃
紫
式
部
集
﹄
に
お
け
る
﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群

︱
︱
第
六
一
～
六
六
番
歌
考
︱
︱

伊

藤

萌

佐

藤

あ
ゆ
み

は
じ
め
に

﹃
紫
式
部
集
﹄
に
は
、
紫
式
部
が
宮
仕
え
し
て
い
た
時
期
の
和
歌
の
詞
書
に
、
幾
度
も
名
前
が
あ
ら
わ
れ
る
人
物
が
い
る
。
小
少
将
の
君
で
あ

る
。
彼
女
は
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
も
登
場
し
、
宮
仕
え
の
憂
さ
を
慰
め
合
う
、
紫
式
部
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

﹃
紫
式
部
集
﹄
の
第
六
四
番
歌
か
ら
連
続
す
る
三
首
は
、
紫
式
部
が
彼
女
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
見
つ
け
て
、
彼
女
の
死
を
偲
び
、
ゆ
か
り
の

あ
っ
た
人
物
・
加
賀
の
少
納
言
と
交
わ
し
た
贈
答
で
あ
る
。
紫
式
部
の
歌
、
そ
れ
に
対
す
る
加
賀
の
少
納
言
の
返
歌
、
両
者
と
も
小
少
将
の
君

の
死
を
偲
び
な
が
ら
も
、︿
人
の
命
の
儚
さ
﹀
を
嘆
き
合
っ
て
い
る
。
親
友
の
死
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
紫
式
部
の
や
る
せ
な
い
感
情
が
、

贈
答
歌
と
い
う
形
で
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
の
直
前
に
配
置
さ
れ
た
第
六
三
番
歌
は
、
既
存
の
注
釈
書
の
多
く
で
は
恋
愛
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
切
実
な

︿
死
﹀
の
テ
ー
マ
の
直
前
に
、
恋
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
歌
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
家
集
と
し
て
の
流
れ
を
考
慮
し

た
際
に
、
第
六
三
番
歌
を
恋
歌
と
解
釈
す
る
の
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
小
少
将
の
君
歌
群
﹂
を
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考
え
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、
こ
れ
ら
の
周
辺
の
歌
に
目
を
向
け
る
と
、
小
少
将
の
君
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、
彼
女
と
詠
み
交
わ
し
た
と
わ
か

る
歌
が
、
第
六
一
番
歌
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
の
少
納
言
と
の
や
り
と
り
の
直
後
で
あ
る
第
六
七
、
六
八
番
歌
は
、
生
前
の
小
少

将
の
君
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

﹁
小
少
将
の
君
﹂
に
関
す
る
歌
が
、
こ
の
よ
う
に
家
集
の
特
定
の
部
分
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
彼
女
を
追
慕
す
る
歌
の

直
前
に
、
恋
歌
が
配
置
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
ら
第
六
一
番
歌
か
ら
、
お
そ
ら
く
回
想
歌
で
あ
ろ
う
第
六
七
、
六
八
番
歌
ま
で
は
、
た
だ

単
に
そ
の
時
々
に
詠
ま
れ
た
歌
な
の
で
は
な
く
、
一
連
の
流
れ
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
一
連
の
歌
を
、
本
稿
で
は
︿
小
少
将
の
君
﹀
に
関
す
る
歌
群
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
第
六
一
番
歌
か
ら
順
を
追
っ
て
、
調
査
・
考

察
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
歌
群
が
証
明
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
も
考
察
す
る
。

な
お
、
本
書
に
お
け
る
﹃
紫
式
部
集
﹄
本
文
は
、
歌
番
号
が
漢
数
字
の
場
合
、
古
本
系
の
最
善
本
と
さ
れ
る
陽
明
文
庫
本
を
底
本
と
し
た
山

本
利
達
校
注
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄
に
よ
る
。
算
用
数
字
の
場
合
は
、
定
家
本
系
の
最
善
本
と
さ
れ
る
実
践
女

子
大
学
本
を
底
本
と
す
る
南
波
浩
校
注
︿
岩
波
文
庫
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄
に
よ
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
す
る
主
な
注
釈
書
は
、
次
に
掲
げ

る
通
り
で
あ
る
。

・
竹
内
美
千
代
﹃
紫
式
部
集
評
釈

改
訂
版
﹄︵
一
九
六
九
年
九
月
、
改
訂
版
一
九
七
六
年
三
月
、
桜
楓
社
︶
。
以
下
、
竹
内
﹃
評
釈
﹄
と
称
す

る
。

・
南
波
浩
︿
岩
波
文
庫
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
岩
波
書
店
︶。
以
下
、
南
波
﹃
文
庫
﹄
と
称
す
る
。

・
山
本
利
達
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
二
月
、
新
潮
社
︶。
以
下
、
山
本
﹃
集
成
﹄
と
称
す
る
。

・
木
船
重
昭
﹃
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
﹄︵
一
九
八
一
年
一
一
月
、
笠
間
書
院
︶
。
以
下
、
木
船
﹃
解
釈
と
論
考
﹄
と
称
す
る
。
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・
木
村
正
中
・
鈴
木
日
出
男
・
後
藤
祥
子
・
小
町
谷
照
彦
・
秋
山
虔
︿
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
﹀︵
﹃
國
文
學
﹄
第
二
七
巻
一
四
号

特
集
﹁
紫
式

部
︱
︱
源
氏
物
語
へ
の
回
路
﹂
特
別
企
画

一
九
八
二
年
一
〇
月
号
、
學
燈
社
︶。
以
下
、
木
村
／
鈴
木
／
後
藤
﹃
全
歌
評
釈
﹄
と
称
す
る
。

・
南
波
浩
﹃
紫
式
部
集
全
評
釈
﹄︵
一
九
八
三
年
六
月
、
笠
間
書
院
︶。
以
下
、
南
波
﹃
全
評
釈
﹄
と
称
す
る
。

・
伊
藤
博
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
紫
式
部
日
記
︵
紫
式
部
集
︶﹄︵
一
九
八
九
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
︶。
以
下
、
伊
藤
﹃
新
大
系
﹄
と
称

す
る
。

・
田
中
新
一
︿
新
注
和
歌
文
学
叢
書
﹀﹃
紫
式
部
集
新
注
﹄︵
二
〇
〇
八
年
四
月
、
青

社
︶
。
以
下
、
田
中
﹃
新
注
﹄
と
称
す
る
。
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・
清
水
好
子
︿
岩
波
新
書
﹀﹃
紫
式
部
﹄︵
一
九
七
三
年
四
月
、
岩
波
書
店
︶。
以
下
、
清
水
﹃
新
書
﹄
と
称
す
。

一
、
第
六
一
番
歌
考

ま
ず
、﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群
の
始
ま
り
と
仮
定
す
る
第
六
一
番
歌
を
見
る
。

土
御
門
院
に
て
、
遣
水
の
上
な
る
渡
殿
の
簀
子
に
ゐ
て
、
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
見
る
に

六
一

影
見
て
も
う
き
わ
が
涙
お
ち
そ
ひ
て
か
ご
と
が
ま
し
き
滝
の
音
か
な

こ
の
よ
う
に
第
六
一
番
歌
詞
書
に
は
、﹁
小
少
将
の
君
﹂
と
い
う
記
述
が
な
い
。
だ
が
、
定
家
本
に
は
、
詳
細
な
詞
書
を
持
つ
同
一
歌
が
収
載

さ
れ
て
い
る
。
第
６
９
番
歌
と
そ
の
返
歌
で
あ
る
第
７
０
番
歌
を
掲
げ
る
。
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や
う
〳
〵
明
け
行
く
ほ
ど
に
、
渡
殿
に
来
て
、
局
の
下
よ
り
出
づ
る
水
を
、
高
欄
を
を
さ
へ
て
、
し
ば
し
見
ゐ
た
れ
ば
、
空
の

気
色
春
秋
の
霞
に
も
霧
に
も
劣
ら
ぬ
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
。
小
少
将
の
す
み
の
格
子
を
う
ち
た
た
き
た
れ
ば
、
放
ち
て
を
し
下
し
た

ま
へ
り
。
も
ろ
と
も
に
下
り
居
て
、
な
が
め
ゐ
た
り
。

６
９

影
見
て
も
憂
き
わ
が
涙
落
ち
添
ひ
て
か
ご
と
が
ま
し
き
滝
の
を
と
か
な

返
し

７
０

独
り
居
て
涙
ぐ
み
け
る
水
の
面
に
う
き
添
は
る
ら
ん
影
や
い
づ
れ
ぞ

古
本
系
︵
第
六
一
番
歌
︶
と
定
家
本
系
︵
第
６
９
番
歌
︶
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
書
を
比
較
す
る
と
、﹁
渡
殿
﹂﹁
高
欄
﹂﹁
水
﹂
な
ど
が
共
通
の
語

句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
第
六
一
番
歌
と
同
一
歌
で
あ
る
定
家
本
系
第
６
９
番
歌
の
詞
書
に
は
、﹁
小
少
将
﹂
が
登
場
し
て
お
り
、
紫
式

部
が
小
少
将
の
君
と
共
に
渡
殿
の
下
に
流
れ
て
い
る
水
を
眺
め
て
歌
の
や
り
と
り
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
第
６
９
番
歌
詞
書
と
類
似
し
た
状
況
で
詠
ま
れ
た
歌
が
、
古
本
系
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
日
記
歌
の
第
一
一
八
、
一
一
九
番
歌
と

し
て
存
在
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

五
月
五
日
、
も
ろ
と
も
に
眺
め
あ
か
し
て
、
あ
か
う
な
れ
ば
入
り
ぬ
。
い
と
長
き
根
を
包
み
て
さ
し
出
で
た
ま
へ
り
。
小
少
将

の
君

一
一
八

な
べ
て
世
の
う
き
に
な
か
る
る
あ
や
め
草
今
日
ま
で
か
か
る
ね
は
い
か
が
見
る

返
し
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一
一
九

な
に
ご
と
と
あ
や
め
は
わ
か
で
今
日
も
な
ほ
た
も
と
に
あ
ま
る
ね
こ
そ
絶
え
せ
ぬ

第
６
９
番
歌
と
日
記
歌
第
一
一
八
番
歌
を
比
較
す
る
。
第
６
９
番
歌
は
、﹁
明
け
ゆ
く
﹂
と
き
に
渡
殿
か
ら
下
り
て
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
第

一
一
八
番
歌
は
﹁
あ
か
う
な
れ
ば
入
り
ぬ
﹂
と
、
夜
が
明
け
た
の
で
局
に
入
っ
た
と
き
の
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
一
八
番
歌
詞
書
の
﹁
五

月
五
日
、
も
ろ
と
も
に
眺
め
あ
か
し
て
﹂
は
、
第
６
９
番
歌
の
詞
書
の
状
況
を
表
し
、
第
６
９
番
歌
が
詠
ま
れ
た
日
︵
五
月
五
日
︶
の
夜
明
け

︵
五
月
六
日
︶
に
第
一
一
八
、
一
一
九
番
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
６
９
番
歌
の
詞
書
に
あ
る
小
少
将
の
君
と
紫
式
部
が
﹁
も
ろ
と
も
に
お
り
ゐ
て
、
な
が
め
ゐ
た
り
﹂
と
い
う
場
面
が
あ
っ

た
こ
と
を
第
一
一
八
番
歌
の
詞
書
﹁
五
月
五
日
、
も
ろ
と
も
に
眺
め
あ
か
し
て
、
あ
か
う
な
れ
ば
入
り
ぬ
。
﹂
が
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

よ
っ
て
、
第
６
９
番
歌
の
詞
書
が
示
す
よ
う
に
、
第
六
一
番
歌
に
お
い
て
紫
式
部
が
﹁
影
見
て
も
⋮
⋮
﹂
の
歌
を
詠
ん
だ
際
、
小
少
将
の
君
が

共
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
６
９
番
歌
詞
書
を
考
慮
し
、
第
六
一
番
歌
は
紫
式
部
か
ら
小
少
将
の
君
へ
送
ら
れ
た
歌
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
六
一
番
歌
は
﹁
小
少
将
の
君
﹂
に
関
連
す
る
歌
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

定
家
本
系
第
６
９
番
歌
﹁
影
見
て
も
⋮
⋮
﹂
の
歌
に
は
、
小
少
将
の
君
の
返
歌
︵
第
７
０
番
歌
︶﹁
ひ
と
り
ゐ
て
⋮
⋮
﹂
の
歌
が
存
在
す
る
が
、

古
本
系
で
は
﹁
ひ
と
り
ゐ
て
⋮
⋮
﹂
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
編
者
が
紫
式
部
の
歌
で
は
な
い
小
少
将
の
君
の
歌
を
配
列
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
、
あ
え
て
削
除
し
た
も
の
と
考

え
て
お
き
た
い
。
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二
、
第
六
二
番
歌
考

第
六
二
番
歌
は
、
直
接
、
小
少
将
の
君
が
関
係
す
る
と
わ
か
る
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、
古
本
系
の
配
列
と
そ
の
詞
書
か
ら
、
小
少
将
の
君

に
関
連
す
る
歌
で
あ
る
可
能
性
は
捨
て
切
れ
な
い
。
第
二
章
で
は
、
そ
の
こ
と
を
検
証
す
る
。
第
六
二
番
歌
本
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
思
ひ
出
で
た
る
を
り

六
二

忘
る
る
は
う
き
世
の
つ
ね
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
か
た
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る

各
注
釈
書
で
は
、﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
︿
紫
式
部
と
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
人
物
﹀

と
︿
恋
愛
関
係
に
は
な
か
っ
た
人
物
﹀
の
大
き
く
二
つ
の
解
釈
に
分
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
各
注
釈
書
の
該
当
部
分
を
抜
き
出
し
た
。

①
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
人
物

・
竹
内
﹃
評
釈
﹄

相
手
は
宣
孝
か
、
彼
以
外
の
人
か
。﹁
思
ひ
い
で
た
る
折
﹂
と
い
う
程
、
久
し
く
訪
れ
ぬ
と
は
夫
と
呼
べ
る
相
手
で
は
な
か
ろ
う
。
宮
仕
え

当
時
、﹁
ほ
の
語
ら
ひ
け
る
人
﹂
が
あ
っ
た
が
、
宮
仕
え
以
後
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
女
は
思
慕
の
情
を
よ
せ
て

い
た
が
絶
え
た
人
︵
以
下
略
︶。

・
山
本
﹃
集
成
﹄

夫
宣
孝
で
あ
ろ
う
。
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・
南
波
﹃
全
評
釈
﹄

相
手
が
ど
う
い
う
人
な
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
だ
か
ら
女
友
達
と
も
恋
人
と
も
と
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
身
を
や
る
方
の
な
き
ぞ
わ

び
ぬ
る
﹂
と
い
う
表
現
は
、
女
友
達
と
か
、
た
だ
の
知
人
と
す
る
に
は
強
烈
す
ぎ
る
。
や
は
り
、
夫
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
︵
略
︶
そ
の

相
手
は
や
は
り
宣
孝
で
あ
ろ
う
。

②
恋
愛
関
係
に
は
な
か
っ
た
人
物

・
木
船
﹃
解
釈
と
論
考
﹄

紫
式
部
自
身
が
、
た
い
し
て
心
に
も
と
め
ず
、
久
し
く
忘
れ
て
い
た
の
だ
が
、
折
り
あ
っ
て
、
思
い
出
し
た
︽
人
︾
な
の
だ
か
ら
、
そ
の

︽
人
︾
は
、
夫
宣
孝
で
は
む
ろ
ん
な
く
、
ま
た
特
別
の
交
渉
の
あ
っ
た
男
性
で
も
な
い
、
と
解
す
る
の
が
、
穏
当
の
は
ず
で
あ
る
。

・
木
村
／
鈴
木
／
後
藤
﹃
全
歌
評
釈
﹄

﹁
思
ひ
出
で
た
る
﹂
に
か
な
り
親
し
か
っ
た
は
ず
の
友
人
を
、
は
っ
と
思
い
出
し
た
紫
式
部
の
心
情
の
揺
れ
が
表
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

・
伊
藤
﹃
新
大
系
﹄

宮
仕
え
後
疎
遠
に
な
っ
た
旧
友
の
誰
か
と
思
わ
れ
る
。

・
田
中
﹃
新
注
﹄

心
移
ろ
う
異
性
の
恋
人
よ
り
も
、
今
は
心
な
ら
ず
も
疎
遠
な
旧
知
の
心
友
の
方
が
、
歌
の
内
実
に
相
応
し
い
。

木
船
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
詞
書
の
﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
思
ひ
出
で
た
る
を
り
﹂
か
ら
、
久
し
く
忘
れ
て
い
た
人
物
を
ふ
っ
と
思
い

出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南
波
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
が
、
宣
孝
な
ど
の
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
す
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る
な
ら
、
し
ば
ら
く
音
沙
汰
の
な
い
男
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
人
物
に
自
ら
を
忘
れ
ら
れ
た

こ
と
を
辛
く
思
う
歌
だ
と
し
た
ら
、
も
っ
と
切
実
に
自
ら
の
所
へ
訪
れ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
内
容
が
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
は
、
経

済
的
支
援
者
で
も
あ
る
男
の
訪
問
が
、
女
の
生
活
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
男
か
ら
の
音
沙
汰
が
途
絶
え
た
か
ら
と
い
っ
て
そ

の
存
在
を
忘
れ
る
女
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
の
恋
愛
の
ス
タ
イ
ル
を
考
慮
し
て
も
、﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
を
男
と

捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
﹁﹃
身
を
や
る
方
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る
﹄
と
い
う
表
現
は
、
女
友
達
と
か
、
た
だ
の
知
人
と
す
る
に
は
強
烈
す
ぎ
る
﹂
と
南
波
氏
は
解
釈

し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
第
六
二
番
歌
と
同
様
に
﹁
身
を
や
る
か
た
﹂
を
歌
に
詠
み
込
む
も
の
が
、
古
本
系
﹃
紫
式
部
集
﹄

巻
末
歌
で
あ
る
第
一
一
四
番
歌
に
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
贈
答
歌
を
確
認
す
る
。

初
雪
降
り
た
る
夕
暮
れ
に
、
人
の

一
一
二

恋
し
く
て
あ
り
ふ
る
ほ
ど
の
初
雪
は
消
え
ぬ
る
か
と
ぞ
う
た
が
は
れ
け
る

返
し

一
一
三

ふ
れ
ば
か
く
う
さ
の
み
ま
さ
る
世
を
知
ら
で
荒
れ
た
る
庭
に
積
る
初
雪

一
一
四

い
づ
く
と
も
身
を
や
る
か
た
の
知
ら
れ
ね
ば
う
し
と
見
つ
つ
も
な
が
ら
ふ
る
か
な

第
六
二
番
歌
と
第
一
一
四
番
歌
、
ど
ち
ら
も
﹁
身
を
や
る
方
が
な
い
、
そ
の
こ
と
が
辛
い
、
悲
し
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

第
一
一
三
番
歌
と
第
一
一
四
番
歌
に
対
し
て
、﹁
初
雪
に
こ
と
よ
せ
て
尋
ね
て
く
れ
た
友
人
へ
、
二
首
の
返
歌
を
し
た
の
で
あ
ろ
う(

１
)

。
﹂
と
通
説
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で
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
一
四
番
歌
は
、
恋
歌
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
一
四
番
歌
が
恋
歌
で
は
な
い
よ
う
に
、
第
六
二
番

歌
も
恋
歌
の
範
疇
に
無
理
に
押
し
込
め
な
く
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
は
紫
式
部
と
恋
愛
関
係
で
は
な
か
っ
た
人
物
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
恋
愛
関
係
で
は

な
か
っ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
、
親
し
か
っ
た
は
ず
の
友
人
、
疎
遠
な
旧
知
の
心
友
と
す
る
解
釈
は
、
ど
ち
ら
も
こ
の
時
点
で
は
否
定
で
き
な

い
た
め
、
ど
ち
ら
の
解
釈
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
調
査
と
考
察
の
後
に
述
べ
る
。

次
に
﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
。
ま
ず
は
、
﹁
お
と
づ
れ
﹂
の
辞
書
的
意
味
を
確
認
す
る(

２
)

。

お
と
づ
れ
︻
訪
れ
︼

︽
音
連
レ
の
意
。
相
手
に
声
を
絶
や
さ
ず
に
か
け
る
、
手
紙
を
絶
や
さ
ず
に
出
す
意
が
原
義
。︾

❶
︵
い
つ
も
︶
相
手
を
訪
ね
る
。

❷
音
信
す
る
。
手
紙
を
出
す
。

❸
声
を
か
け
る
。
音
を
聞
か
せ
る
。

﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
と
は
、﹁
し
ば
ら
く
訪
問
し
て
こ
な
い
人
﹂﹁
し
ば
ら
く
手
紙
を
遣
わ
し
て
こ
な
い
人
﹂
と
二
通
り
の
意
味
が
と
れ

る
た
め
、
こ
の
詞
書
と
歌
か
ら
は
、
ど
ち
ら
の
意
味
で
﹁
お
と
づ
れ
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
第
六
二
番
歌
の
近
く
に

配
列
さ
れ
て
い
る
第
六
四
番
歌
詞
書
に
、
小
少
将
の
君
と
紫
式
部
が
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

小
少
将
の
君
の
書
き
た
ま
へ
り
し
う
ち
と
け
文
の
物
の
中
な
る
を
見
つ
け
て
、
加
賀
の
少
納
言
の
も
と
に

六
四

暮
れ
ぬ
間
の
身
を
ば
思
は
で
人
の
世
の
あ
は
れ
を
知
る
ぞ
か
つ
は
か
な
し
き
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こ
の
歌
の
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
小
少
将
の
君
が
書
い
た
う
ち
と
け
文
を
紫
式
部
が
物
の
中
か
ら
見
つ
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
紫

式
部
は
手
紙
を
小
少
将
の
君
か
ら
も
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
う
ち
と
け
文
﹂
の
辞
書
的
意
味
は
、﹁
内
輪
同
士
の
、
気
を
許
し
て
書
い

た
手
紙(３

)

。﹂
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
う
ち
と
け
文
﹂
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
浮
舟
﹂
巻
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
﹁
見
ぐ
る
し
う
、
何
か
は
、
そ
の
女
ど
ち
の
中
に
書
き
通
は

し
た
ら
む
う
ち
と
け
文
を
ば
御
覧
ぜ
む(４

)

。﹂
と
あ
っ
た
。
中
君
と
薫
が
手
紙
を
や
り
と
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
匂
宮
が
、
本
来
は

宇
治
の
女
が
中
君
に
仕
え
る
侍
女
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
手
紙
を
開
け
て
読
も
う
と
し
た
た
め
、
そ
れ
を
中
君
が
止
め
よ
う
と

す
る
場
面
で
あ
る
。

﹁
ど
ち
﹂
と
は
、
接
尾
語
で
﹁
そ
れ
と
同
類
の
者
の
意
を
添
え
る
。
⋮
⋮
同
士(５

)

﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
女
同
士
が
書
き
通
わ
し
た
手
紙

は
﹁
う
ち
と
け
文
﹂
と
い
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
小
少
将
の
君
と
紫
式
部
の
文
の
や
り
と
り
も
﹁
う
ち
と
け
文
﹂
と
い
え
る
の
で
あ

る
。小

少
将
の
君
と
紫
式
部
が
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
こ
と
は
、﹃
紫
式
部
集
﹄
内
だ
け
で
な
く
、
﹃
紫
式
部
日
記(

６
)

﹄
に
も
確
認
で
き
る
。

小
少
将
の
君
の
、
文
お
こ
せ
た
ま
へ
る
返
り
ご
と
書
く
に
、
時
雨
の
さ
と
か
き
く
ら
せ
ば
、
使
も
い
そ
ぐ
。
﹁
ま
た
空
の
け
し
き
も
う
ち
さ

わ
ぎ
て
な
む
﹂
と
て
、
腰
折
れ
た
る
こ
と
や
書
き
ま
ぜ
た
り
け
む
。
暗
う
な
り
に
た
る
に
、
た
ち
か
へ
り
、
い
た
う
か
す
め
た
る
濃
染
紙

に
、

雲
間
な
く
な
が
む
る
空
も
か
き
く
ら
し
い
か
に
し
の
ぶ
る
時
雨
な
る
ら
む

書
き
つ
ら
む
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、

こ
と
わ
り
の
時
雨
の
空
は
雲
間
あ
れ
ど
な
が
む
る
袖
ぞ
か
わ
く
ま
も
な
き
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小
少
将
の
君
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
の
返
し
を
紫
式
部
が
書
い
た
場
面
で
、会
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
互
い
に
悲
し
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
﹃
紫
式
部
集
﹄﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
記
述
か
ら
、
紫
式
部
と
小
少
将
の
君
が
手
紙
を
や
り
と
り
す
る
よ
う
な
仲
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

確
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
導
き
出
せ
る
。

・
詞
書
や
歌
の
内
容
か
ら
恋
愛
に
関
す
る
歌
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
。

・﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
は
、
友
人
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

・
手
紙
を
や
り
と
り
し
て
い
た
人
物
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

・
小
少
将
の
君
と
紫
式
部
は
度
々
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
こ
と
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
に
、﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
は
、
小
少
将
の
君
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
に
濃
厚
な
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
第
六
二

番
歌
詞
書
の
﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
を
、
小
少
将
の
君
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
第
六
三
番
歌
考

１
、
第
六
三
番
歌
は
欠
落
し
た
歌
の
返
歌
で
あ
る
か

次
に
第
六
三
番
歌
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
の
歌
の
解
釈
は
、
第
六
一
番
歌
か
ら
始
ま
る
と
仮
定
し
た
﹁
小
少
将
の
君
﹂
歌
群
の
証
明
に
あ

た
っ
て
、
非
常
に
重
要
と
な
る
。
し
か
し
、
第
六
十
二
番
歌
の
次
行
は
﹁
返
し

や
れ
て
な
し
﹂
と
あ
り
、
第
六
十
三
番
歌
の
詞
書
も
記
載
が

な
い
。
第
六
二
番
歌
の
返
歌
と
第
六
三
番
歌
の
詞
書
の
部
分
が
、陽
明
文
庫
本
以
前
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
破
れ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、

詠
作
事
情
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
づ
く
第
六
四
番
歌
か
ら
第
六
六
番
歌
は
、
紫
式
部
が
小
少
将
の
君
を
追
慕
し
、
彼
女
と
ゆ
か
り
の

あ
る
加
賀
の
少
納
言
に
贈
っ
た
歌
と
そ
の
返
歌
が
つ
づ
く
。
し
た
が
っ
て
第
六
三
番
歌
を
正
し
く
解
釈
す
る
に
は
、
周
囲
の
歌
と
の
関
係
性
を
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整
理
し
、
そ
れ
を
も
と
に
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
語
句
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
本
稿
﹁
一
﹂・﹁
二
﹂
で
考
察
し
た
、
第
六
一
番
歌
・
第
六
二
番
歌
の
歌
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
六
一
番
歌
は
、
紫
式
部
が
土
御
門

院
で
小
少
将
の
君
と
詠
み
交
わ
し
た
歌
で
あ
る
。
つ
づ
く
第
六
二
番
歌
は
、
小
少
将
の
君
と
の
や
り
と
り
が
途
絶
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を

片
時
で
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
悲
し
く
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
だ
と
わ
か
る
。
こ
の
二
首
の
解
釈
か
ら
、
紫
式
部
と
小
少
将
の
君
の
距
離
に
変

化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
第
六
四
番
歌
か
ら
の
三
首
は
、
小
少
将
の
君
と
や
り
と
り
し
た
文
を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
、
彼
女
の
死
を
偲
び
、
加
賀
の
少
納
言
と

人
の
世
の
儚
さ
を
嘆
き
合
う
歌
で
あ
る
。

以
上
、
前
後
の
歌
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
第
六
三
番
歌
を
確
認
す
る
。

六
三

た
が
里
も
訪
ひ
も
や
来
る
と
ほ
と
と
ぎ
す
心
の
か
ぎ
り
待
ち
ぞ
わ
び
に
し

こ
の
歌
に
関
し
て
、
ま
ず
木
村
／
鈴
木
／
後
藤
﹃
全
歌
評
釈
﹄
に
お
け
る
小
町
谷
照
彦
氏
の
注
釈
を
参
照
し
た
い
。

贈
歌
と
そ
の
詞
書
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
詠
作
の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
歌
の
内
容
か
ら
し
て
宣
孝
へ
の
返
歌
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
︵﹃
文
庫
﹄﹃
新
書
﹄︶。﹁
時
鳥
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の
か
ら
﹂︵
古
今
集
・
夏
、
よ
み
人
し
ら
ず
︶、

﹁
誰
が
里
に
夜
離
れ
を
し
て
か
時
鳥
た
だ
こ
こ
に
し
も
寝
た
る
声
す
る
﹂︵
同
・
恋
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
︶
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

時
鳥
に
は
多
情
な
印
象
が
あ
る
。
夜
離
れ
が
ち
な
宣
孝
を
時
鳥
に
よ
そ
え
て
、
待
た
さ
れ
た
恨
み
を
こ
め
て
揶
揄
的
に
応
酬
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
宣
孝
と
の
楽
し
き
日
々
の
記
念
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
さ
し
て
深
刻
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
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小
町
谷
氏
は
、
南
波
﹃
文
庫
﹄
や
、
清
水
﹃
新
書
﹄
に
あ
る
よ
う
に
、
歌
の
内
容
か
ら
宣
孝
へ
の
返
歌
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第

六
三
番
歌
は
破
れ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
贈
歌
へ
の
返
歌
で
あ
り
、﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
を
多
情
な
男
の
比
喩
だ
と
捉
え
て
、
恋
愛
の
歌
と
し
て

い
る
。
同
じ
く
第
六
三
番
歌
を
返
歌
と
し
て
解
釈
を
進
め
る
南
波
﹃
全
評
釈
﹄
に
注
目
す
る
。

人
里
へ
下
り
て
く
る
以
上
、
誰
そ
れ
の
里
へ
な
ど
と
、
特
に
区
別
せ
ず
、
誰
の
家
へ
も
尋
ね
き
て
く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
待
ち
わ
び
て
い

た
の
に
︱
︱
と
い
う
の
が
表
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
﹁
返
し
﹂
で
あ
る
と
す
る
と
、
人
事
に
か
か
わ
る
歌
と
な
り
、
表
意
の
ま
ま
の
も
の

で
は
な
く
な
り
、﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
は
、
里
か
ら
里
へ
と
女
を
訪
ね
あ
る
く
男
の
意
に
な
り
、
そ
の
男
の
訪
れ
を
待
ち
わ
び
て
い
た
の
に
、

遂
に
来
な
か
っ
た
男
へ
の
閨
怨
歌
と
な
る
。

紫
式
部
の
歌
は
、
あ
ま
り
あ
ら
わ
に
生
の
感
情
を
表
さ
な
い
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
歌
は
か
な
り
あ
ら
わ
に
女
の
感
情
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
相
手
は
、
紫
式
部
の
生
涯
に
お
い
て
は
夫
宣
孝
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
宣
孝
へ
の
返
歌
と
思

わ
れ
る
。

南
波
氏
も
小
町
谷
氏
と
同
様
に
、
第
六
三
番
歌
を
欠
落
し
た
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
定

家
本
系
と
古
本
系
で
こ
の
一
首
の
扱
い
方
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
底
本
に
お
け
る
こ
の
歌
の
前
後
を
確
認
す
る
。

︿
古
本
系
﹀

久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
思
ひ
出
で
た
る
を
り

六
二

忘
る
る
は
う
き
世
の
つ
ね
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
か
た
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る
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返
し

や
れ
て
な
し

六
三

た
が
里
も
訪
ひ
も
や
来
る
と
ほ
と
と
ぎ
す
心
の
か
ぎ
り
待
ち
ぞ
わ
び
に
し

︿
定
家
本
系
﹀

久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
、
思
ひ
出
で
た
る
を
り

７
９

忘
る
る
は
憂
き
世
の
常
と
思
ふ
に
も
身
を
や
る
方
の
な
き
ぞ
わ
び
ぬ
る

︵
四
行
空
白
︶

返
し

８
０

誰
が
里
も
訪
ひ
も
や
来
る
と
ほ
と
と
ぎ
す
心
の
か
ぎ
り
待
ち
ぞ
わ
び
に
し

古
本
系
で
は
第
六
二
番
歌
の
返
し
が
欠
落
し
て
い
る
と
読
め
る
が
、
定
家
本
系
で
は
四
行
の
空
白
が
あ
り
、
第
８
０
番
歌
の
前
に
﹁
返
し
﹂

と
の
詞
書
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
注
釈
書
が
、
第
六
三
番
歌
を
返
歌
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
解
釈
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
詞
書
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

両
系
統
の
第
六
三
番
歌
周
辺
に
差
異
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
定
家
本
の
︿
四
行
空
白
﹀
に
注
目
し
た
い
。
今
井
源
衛
氏
の
解
釈(７

)

を

確
認
す
る
。
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ま
た
７
１
︵
六
二
︶﹁
わ
す
る
ゝ
は
う
き
世
の
つ
ね
と
﹂
と
７
２
︵
六
三
︶﹁
た
か
里
も
と
ひ
も
や
く
る
と
﹂
の
贈
答
歌
は
歌
意
上
納
得
し

に
く
い
も
の
で
あ
る
が
、
二
類
本
で
は
、
と
く
に
御
所
本
に
、
贈
歌
︵
六
二
︶
の
次
ぎ
に

返
し

や
れ
て
な
し

︵
一
行
空
白
︶

か
へ
し

イ
無

と
記
さ
れ
、
ま
た
陽
明
本
で
も

返
し

や
れ
て
な
し

と
記
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
答
歌
︵
六
三
︶
に
移
っ
て
い
る
。︵
略
︶
こ
の
個
所
に
、
古
く
は
少
な
く
と
も
﹁
わ
す
ら
る
ゝ
﹂
に
対
す
る
返
歌
一

首
と
﹁
た
か
里
﹂
に
対
す
る
贈
歌
一
首
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
両
本
分
岐
以
前
に
損
傷
を
受
け
て
脱
落
し
た
の
で
あ
る
、︵
以
下
略
︶。

今
井
氏
は
、
第
六
二
番
歌
の
返
歌
と
、
第
六
三
番
歌
︵
７
２
︶
に
対
す
る
贈
歌
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
定
家
本
系
・
古
本

系
両
系
統
が
分
岐
す
る
よ
り
以
前
に
損
傷
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
木
船
重
昭
氏
は
﹃
解
釈
と
論
考
﹄
に

お
い
て
、
損
傷
箇
所
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
六
三
番
歌
と
そ
の
直
前
の
﹁
忘
る
る
は
⋮
⋮
﹂
の
歌
両
者
の
解
釈
を
次
の
通
り
提
示
し
て
い
る
。

７
９
番
歌
は
、
そ
の
詞
書
か
ら
推
測
す
る
と
、
夫
で
も
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
男
性
で
も
な
い
そ
の
︽
人
︾
に
、
わ
ざ
わ
ざ
贈
っ
た
歌
と

も
思
え
な
い
。
本
来
、
独
詠
歌
で
、
親
本
は
そ
の
部
分
が
損
じ
て
は
い
て
も
、
そ
こ
に
返
歌
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
諸
伝
本
の
こ
の

部
分
の
状
態
か
ら
推
し
て
、
定
家
自
筆
本
古
本
両
系
統
の
親
本
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
の
祖
本
に
、
は
や
く
損
傷
を
生
じ
て
い
た
た
め
に
、

詞
書
に
混
乱
を
来
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
８
０
番
の
詞
書
︽
返
し
︾
も
疑
わ
し
く
、
８
０
番
歌
も
ま
た
、
独
詠
歌
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、︽
た
が
里
も
と
ひ
も
や
来
る
︾
の
そ
の
︽
も
や
︾
か
ら
う
か
が
え
る
と
お
り
、
８
０
番
歌
は
不
確
実
な
こ
と
を
危
惧
し
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つ
つ
期
待
す
る
歌
で
あ
り
、
し
か
も
、︽
た
が
里
も
︾
と
言
う
の
は
、
す
べ
て
の
里
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
わ
が
里
を
も
︽
ほ
と
と
ぎ
す
︾

が
訪
い
来
る
の
を
期
待
す
る
に
過
ぎ
ず
、
特
定
の
男
性
に
対
し
て
そ
の
来
訪
を
期
待
し
て
詠
ん
だ
と
す
る
に
は
、
極
め
て
皮
肉
な
返
歌
で
、

し
か
も
、
そ
れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
切
実
な
実
感
が
こ
も
っ
た
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。

木
船
氏
も
︿
四
行
空
白
﹀
箇
所
は
、
諸
本
が
系
統
に
分
か
れ
る
以
前
に
損
傷
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
損

が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
六
三
番
歌
と
そ
の
前
の
﹁
忘
る
る
は
⋮
⋮
﹂
歌
の
両
歌
と
も
独
詠
だ
と
し
て
い
る
。
木
船
氏
の
指
摘
の
通

り
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
注
釈
書
の
﹁
第
六
三
番
歌
は
欠
落
し
た
歌
の
返
歌
で
あ
る
﹂
と
い
う
条
件
は
崩
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の

歌
の
解
釈
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

家
集
を
編
纂
す
る
過
程
で
、
紫
式
部
も
し
く
は
他
の
編
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
歌
が
排
除
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
早
く

か
ら
贈
答
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
独
詠
歌
と
し
て
の
解
釈
を
読
者
に
委
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
六
三
番
歌
が
独
詠
歌
で
あ
る
か
否
か

は
、
他
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
の
ち
に
、
解
答
を
出
す
こ
と
に
す
る
。

２
、
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
の
効
果

第
１
節
で
第
六
三
番
歌
の
既
存
の
解
釈
と
、
そ
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
節
で
は
、
歌
に
用
い
ら
れ
る
語
句
に
注
目
し
た
い
。
重

要
な
語
句
と
し
て
、
第
一
章
で
挙
げ
た
注
釈
書
に
も
記
述
が
見
ら
れ
た
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
の
意
味
を
確
認
す
る(８

)

。

ほ
と
と
ぎ
す
︻
時
鳥
・
杜
鵑
・
霍
公
鳥
︼

︽
鳴
声
に
よ
る
名
か
。
ス
は
ウ
グ
イ
ス
・
カ
ラ
ス
な
ど
の
ス
に
同
じ
く
鳥
を
あ
ら
わ
す
語
︾

①
鳥
の
名
。
初
夏
に
鳴
き
、
そ
の
声
が
人
の
叫
び
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
人
の
恋
し
さ
を
誘
う
。
古
来
、
冥
府
の
鳥
と
さ
れ
、
橘
・
蓬
・
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菖
蒲
な
ど
、
不
老
不
死
伝
説
・
復
活
伝
説
に
於
け
る
生
命
の
木
や
草
と
関
係
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
死
出
の
田
長
。

②
︹
枕
詞
︺﹁
飛
び
﹂
に
か
か
る
。

鳴
き
声
が
、
人
の
物
思
い
や
懐
旧
の
情
を
か
き
た
て
る
、
と
も
さ
れ
る
。
ま
た
、
場
所
を
定
め
ず
鳴
く
点
で
多
情
の
鳥
と
も
さ
れ
る
。
あ

る
い
は
、
鳴
き
声
か
ら
﹁
シ
デ
ノ
タ
ヲ
サ
﹂
と
呼
ば
れ
る
異
名
が
、﹁
死
出
の
田
長
﹂
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
冥
土
の
死
出
の
山
を
出

て
田
植
え
を
勧
め
る
べ
く
や
っ
て
く
る
鳥
と
も
思
わ
れ
た
。
そ
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
懐
旧
の
念
と
が
重
な
っ
て
、
死
者
を
思
う
気
持
ち
を

も
引
き
出
す
。

︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
、
冥
土
か
ら
飛
来
す
る
鳥
で
あ
り
、
ま
た
、
場
所
を
定
め
な
い
で
鳴
く
と
い
う
性
質
か
ら
、
多
情
な
鳥
と
さ
れ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
次
に
、
当
時
の
和
歌
に
お
け
る
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
の
使
わ
れ
方
を
確
認
す
る
。
平
安
時
代
後
期
に
藤
原
清
輔
が
編
纂
し
た
歌
学
書
﹃
奥

義
抄(９

)

﹄
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

問
云
、
ほ
と
ゝ
ぎ
す
は
し
で
の
山
を
す
ぐ
る
鳥
な
れ
ば
、
人
な
ど
に
お
く
れ
て
世
中
な
げ
か
し
く
思
ひ
け
る
時
よ
め
る
歌
に
や
。
我
世
中

に
す
み
わ
び
に
た
り
と
い
へ
よ
と
よ
め
る
に
こ
そ
。
集
に
も
、

な
き
人
の
や
ど
に
か
よ
は
ゞ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
け
て
ね
に
の
み
な
く
と
つ
げ
な
む

な
ど
は
べ
り
。
又

し
で
の
山
こ
え
て
き
つ
ら
む
ほ
と
ゝ
ぎ
す
戀
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
む

な
ど
も
よ
み
た
り
。
萬
葉
に
は
、

や
ま
と
に
は
な
き
て
き
つ
ら
む
ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
が
な
く
ご
と
に
人
ぞ
お
も
ほ
ゆ
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か
や
う
に
よ
め
る
心
に
や
。

答
云
、
是
義
も
故
な
き
に
あ
ら
ず
。
題
し
ら
ぬ
歌
に
て
侍
る
ぞ
あ
や
し
き
。

但
、
古
集
共
に
は
故
あ
る
歌
も
こ
と
は
か
ら
ぬ
多
か
り
。

﹃
奥
義
抄
﹄
に
も
同
様
に
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
死
後
の
世
界
か
ら
飛
来
す
る
鳥
で
あ
る
と
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
切
な
人
に
先

立
た
れ
て
世
の
中
の
無
常
を
嘆
く
場
面
で
詠
み
込
む
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
、
今
は
亡
き
人
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
鳥
で
あ
り
、
ま
た
、
死
後
の
世
界
︵
冥
界
︶
で
の
亡
き
人
に
つ
い
て
語
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
切
な
る
願
い
を
感
じ
さ
せ
る

鳥
で
も
あ
る
。

﹃
奥
義
抄
﹄
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
伊
勢
の
和
歌
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。
こ
の
和
歌
は
、﹃
拾
遺
和
歌
集(

)

﹄
に
収
載
さ
れ
て

10

い
る
。

生
み
奉
り
た
り
け
る
親
王
の
亡
く
な
り
て
の
又
の
年
、
郭
公
を
聞
き
て

伊
勢

一
三
〇
七

し
で
の
山
こ
え
て
き
つ
ら
む
ほ
と
ゝ
ぎ
す
戀
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
む

▽
冥
土
か
ら
飛
来
す
る
と
い
う
時
鳥
に
、
亡
き
人
に
つ
い
て
語
っ
て
ほ
し
い
と
求
め
た
も
の
。

伊
勢
の
歌
で
は
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
現
世
と
冥
土
を
行
き
来
す
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は

冥
土
に
渡
っ
た
人
︵
亡
き
人
︶
に
つ
い
て
、
現
世
の
人
に
語
る
と
い
う
役
割
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
辞
書
・
辞
典
・
和
歌
の
記
述
か
ら
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
、
次
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
鳥
で
あ
る
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
現
世
と
冥
界
を
行
き
来
す
る
。

②
場
所
を
定
め
ず
に
鳴
く
と
い
う
点
か
ら
、
多
情
な
鳥
と
さ
れ
る
。

③
鳴
き
声
に
は
、
自
然
と
亡
き
人
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
死
後
の
世
界
で
の
様
子
を
も
語
る
。

第
１
節
で
挙
げ
た
注
釈
書
で
指
摘
が
あ
っ
た
︿
多
情
の
鳥
﹀
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
が
、
現
世
と
冥
土
を
行
き
来
す
る
鳥
だ
と
い
う
こ
と

も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
紫
式
部
の
作
品
に
登
場
す
る
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
︵
効
果
︶
を
持
た
せ
る
よ
う
使
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
第
六
三
番
歌
と
同
じ
く
﹃
紫
式
部
集
﹄
に
収
載
さ
れ
た
歌
に
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
を
詠
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
。

賀
茂
に
ま
う
で
た
る
に
、﹁
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
か
な
む
﹂
と
い
ふ
あ
け
ぼ
の
に
、
片
岡
の
木
ず
ゑ
を
か
し
う
見
え
け
り

一
三

ほ
と
と
ぎ
す
声
ま
つ
ほ
ど
は
片
岡
の
森
の
し
づ
く
に
立
ち
や
ぬ
れ
ま
し

こ
の
歌
か
ら
は
、
紫
式
部
が
賀
茂
に
出
か
け
た
際
に
、
初
夏
の
自
然
に
心
を
躍
ら
せ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
賀
茂
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
名
所

で
あ
り
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
は
、
多
情
な
男
の
比
喩
で
も
な
く
、
ま
た
、
冥
土
か
ら
飛
来
す
る
と
い
う
要
素
も
持
た
な
い

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
同
じ
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
第
六
三
番
歌
の
既
存
の
解
釈
の
よ
う
な
恋
歌
で
は
な
く
、

季
節
の
歌
だ
と
い
え
よ
う
。
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ま
た
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
幻
﹂
巻(

)

に
も
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

11

亡
き
人
を
し
の
ぶ
る
よ
ひ
の
む
ら
雨
に
ぬ
れ
て
や
来
つ
る
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す

こ
れ
は
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
を
偲
ん
で
、
雨
の
中
飛
ん
で
き
た
山
ほ
と
と
ぎ
す
を
、
死
後
の
世
界
か
ら
の
使
い
に
み
な
し
て
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
六
三
番
歌
は
、
季
節
の
歌
で
は
な
く
、
さ
ら
に
多
情
な
男
を
詠
ん
だ
歌
と
も
い
え
な
い
。

以
上
、
紫
式
部
に
よ
る
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
の
和
歌
の
う
ち
二
首
を
確
認
し
た
が
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
と
い
う
語
句
が
多
情
な
男
以
外
の
要
素
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
十
分
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
、
﹁
小
少
将
の
君
﹂
歌
群
に
お
け
る
第
六
三
番
歌
の
意
図

こ
れ
ま
で
、
第
六
三
番
歌
が
独
詠
歌
で
あ
る
か
否
か
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
既
存
の
解
釈
に
対
す
る
疑
問
を
提
示
し
て
論
を
進
め
て

き
た
。
そ
の
中
で
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
と
い
う
語
句
に
新
た
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
要
素
が
こ
の
歌
に
認
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
先
の
章
で
整
理
し
た
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
歌
の
前
後
の
和
歌
の
歌
群
的
役
割
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
第
六
一
番
歌
は
、
紫
式
部
と
小
少
将
の
君
が
共
に
宮
仕
え
し
て
い
た
時
期
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
彼
女
ら
が
互
い
に
身
の
憂
さ
を
慰

め
合
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
つ
づ
く
第
六
二
番
歌
は
、
こ
れ
を
小
少
将
の
君
に
関
連
す
る
歌
と
す
る
な
ら
、
小
少
将
の
君
が
﹁
久

し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
﹂
と
な
り
、
彼
女
と
の
親
交
が
途
絶
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
直
後
に
損
傷
箇
所
が
あ
り
、
第
六
三
番
歌

が
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
づ
く
第
六
四
番
歌
か
ら
第
六
六
番
歌
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

小
少
将
の
君
の
書
き
た
ま
へ
り
し
う
ち
と
け
文
の
物
の
中
な
る
を
見
つ
け
て
、
加
賀
の
少
納
言
の
も
と
に
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六
四

暮
れ
ぬ
間
の
身
を
ば
思
は
で
人
の
世
の
あ
は
れ
を
知
る
ぞ
か
つ
は
か
な
し
き

六
五

た
れ
か
世
に
な
が
ら
へ
て
見
む
書
き
と
め
し
跡
は
消
え
せ
ぬ
形
見
な
れ
ど
も

返
し

六
六

亡
き
人
を
し
の
ぶ
る
こ
と
も
い
つ
ま
で
ぞ
今
日
の
あ
は
れ
は
明
日
の
わ
が
身
を

第
六
四
番
歌
の
詞
書
に
、
紫
式
部
が
そ
の
文
を
見
つ
け
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
彼
女
の
死
を
偲
び
、
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
加
賀
の
少
納
言
に

文
を
送
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
紫
式
部
に
よ
る
贈
歌
二
首
と
加
賀
の
少
納
言
に
よ
る
返
歌
に
は
、
小
少
将
の
君
の
死
を
偲
ぶ
気
持
ち
と
同
時
に
、

人
の
世
の
儚
さ
に
気
づ
か
さ
れ
、
わ
が
身
に
も
い
つ
訪
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
終
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
嘆
く
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
第
六
三
番
歌
の
前
後
に
配
置
さ
れ
た
こ
れ
ら
三
首
に
よ
っ
て
、
小
少
将
の
君
の
死
が
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
六
二
番
歌

で
は
、
小
少
将
の
君
と
距
離
が
で
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
の
に
対
し
、
第
六
四
番
歌
か
ら
の
三
首
で
は
、
明
確
に
彼
女
の
死
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

以
上
の
歌
の
配
列
を
意
識
す
る
と
、
第
六
三
番
歌
の
︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
に
︿
冥
土
か
ら
飛
来
す
る
鳥
﹀
と
い
う
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
本
稿
で
証
明
を
試
み
た
﹁
小
少
将
の
君
﹂
歌
群
は
、
彼
女
の
出
仕
時
期
か
ら
始
ま
り
彼
女
の
死
後
に
わ
た
る

一
連
の
流
れ
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
﹁
小
少
将
の
君
﹂
歌
群
の
テ
ー
マ
は
最
終
章
で
提
示
す
る
と
し
て
、
第
六
三
番
歌
は
、
紫
式
部
が
冥
土
に
い
る
小
少
将
の
君
に
つ
い

て
、︿
ほ
と
と
ぎ
す
﹀
に
語
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
切
実
な
願
い
が
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
、
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
既
存
の
注
釈
書
は
、

第
六
三
番
歌
を
返
歌
と
し
た
上
で
解
釈
を
行
っ
て
い
た
が
、
早
く
か
ら
欠
け
て
い
た
内
容
不
明
な
歌
を
仮
定
し
た
解
釈
よ
り
、
収
載
さ
れ
た
歌
、
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特
に
こ
こ
で
は
歌
群
を
意
識
し
て
歌
そ
の
も
の
を
解
釈
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
第
六
三
番
歌
を
独
詠
歌
と
し

て
定
位
し
て
お
き
た
い
。

四
、
小
少
将
の
君
歌
群
の
テ
ー
マ

第
六
一
番
歌
か
ら
第
六
六
番
歌
ま
で
を
、﹁
小
少
将
の
君
﹂
と
い
う
一
人
の
人
物
に
関
す
る
連
続
し
た
歌
群
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
展
開

し
て
き
た
。
歌
群
の
各
歌
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
記
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歌
群
に
お
け
る
疑
問
点
を
も
う
一
度
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
群
の
テ
ー
マ
を
導
き
出
し
た
い
。

ま
ず
、
第
六
一
番
歌
の
返
歌
が
古
本
系
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
定
家
本
で
は
第
６
９
番
歌
に
あ
た
り
、
そ
こ
か
ら
第

７
５
番
歌
ま
で
、
紫
式
部
と
小
少
将
の
君
が
詠
み
交
わ
し
た
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
歌
群
と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
指
摘
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
の
歌
が
連
続
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
十
分
歌
群
と

呼
べ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
証
明
し
た
古
本
系
に
お
け
る
︿
小
少
将
の
君
の
歌
群
﹀
は
、
そ
れ
と
は
別
の
テ
ー
マ
性
を
含
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

定
家
本
系
に
お
け
る
歌
群
の
テ
ー
マ
が
︿
宮
仕
え
時
代
の
親
友
・
小
少
将
の
君
と
の
や
り
と
り
﹀
だ
っ
た
な
ら
ば
、
古
本
系
の
歌
群
の
テ
ー

マ
は
︿
小
少
将
の
君
哀
傷
﹀
で
あ
る
。
本
稿
で
研
究
を
進
め
て
き
た
﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群
は
、
小
少
将
の
君
と
の
親
交
が
主
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
紫
式
部
自
身
の
心
情
変
化
で
あ
る
。
第
六
二
番
歌
で
は
﹁
わ
び
ぬ
る
﹂、
第
六
三
番
歌
で
は
﹁
わ
び
に
し
﹂
と

い
う
強
い
感
傷
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
か
つ
て
親
友
で
あ
っ
た
小
少
将
の
君
の
存
在
で
さ
え
、
忘
れ
て
し
ま
う
自
分
の
身
の
悲
し

さ
を
、
つ
づ
く
歌
で
は
、
冥
土
か
ら
飛
来
し
亡
き
人
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す
が
、
自
分
の
も
と
に
来
な
か
っ
た
辛
さ

を
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
第
六
四
番
歌
で
は
、
い
つ
終
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
自
分
の
身
さ
え
知
ら
な
い
の
に
、
人
の
命
の
儚
さ
を
知
っ
て
し
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ま
う
こ
と
を
﹁
か
な
し
き
﹂
こ
と
と
詠
ん
で
い
る
。
以
上
、﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群
に
配
置
さ
れ
た
歌
に
は
紫
式
部
の
心
情
が
詠
ま
れ
て
お

り
、︿
小
少
将
の
君
哀
傷
﹀
と
い
う
第
一
の
主
題
と
と
も
に
、︿
わ
が
身
の
儚
さ
を
知
っ
た
悲
し
み
﹀
と
い
う
第
二
の
主
題
が
存
在
す
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
結
論
か
ら
、
別
の
疑
問
点
も
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
第
六
三
番
歌
の
前
に
あ
る
欠
損
箇
所
の
内
容
で
あ
る
。
早
く
か
ら

欠
損
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
、
独
詠
の
可
能
性
を
支
持
し
て
第
六
三
番
歌
は
解
釈
し
た
が
、
も
し
歌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
意
図
的
に
省
略
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
複
数
の
歌
に
渡
っ
て
自
身
の
感
情
を
歌
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
際
、
他
者
に
よ
る
歌
が
間
に
存
在
し

て
い
た
な
ら
ば
、
紫
式
部
自
身
の
感
情
表
現
が
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
避
け
て
、
歌
本
来
の
意
味

を
歌
群
に
反
映
す
る
た
め
に
も
、
紫
式
部
自
身
に
よ
っ
て
あ
え
て
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
第
六
三
番
歌
の
新
解
釈
を
中
心
に
、﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群
の
存
在
証
明
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
、
歌
そ
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
家
集
に
お
け
る
流
れ
を
考
慮
し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は
、
作
者
・
紫
式
部
が
小
少
将
の
君
と
の
親
交
を
通
じ
て
自
ら
を
振

り
返
る
と
い
う
、
彼
女
の
︿
自
己
を
見
つ
め
る
第
三
者
的
な
視
点
﹀
で
あ
る
。
親
友
の
死
を
個
人
的
な
出
来
事
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌

と
い
う
作
品
に
書
き
起
こ
す
こ
と
で
客
体
化
し
、
そ
こ
か
ら
︿
人
の
命
の
儚
さ
﹀
と
い
う
誰
に
で
も
共
通
す
る
テ
ー
マ
性
を
含
ん
だ
歌
群
へ
と

発
展
さ
せ
た
。
そ
の
点
に
、
彼
女
の
作
家
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。﹃
紫
式
部
集
﹄
の
﹁
小
少
将
の
君
﹂
哀
傷
歌
群
で
は
、
紫
式
部
の
人

間
性
と
共
に
、
作
家
と
し
て
の
姿
勢
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

─ 105─



︵
注
︶

︵

︶
山
本
利
達
校
注
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀﹃
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
二
月
、
新
潮
社
︶

１
︵

︶
大
野
晋
ほ
か
編
﹃
岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版
﹄︵
一
九
九
〇
年
二
月
、
岩
波
書
店
︶

２
︵

︶
注
２
に
同
じ
。

３
︵

︶
柳
井
滋
ほ
か
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
源
氏
物
語

五
﹄︵
一
九
九
七
年
三
月
、
岩
波
書
店
︶

４
︵

︶
注
２
に
同
じ
。

５
︵

︶
注
１
に
同
じ
。

６
︵

︶
今
井
源
衛
﹁
紫
式
部
集
の
復
元
と
そ
の
恋
愛
歌
﹂﹃
文
学
﹄
第
三
三
巻
二
号
︵
一
九
六
五
年
二
月
、
岩
波
書
店
︶

７
︵

︶
前
半
、
注
２
に
同
じ
。
後
半
、
山
口
秋
穂
・
鈴
木
日
出
男
編
﹃
王
朝
文
化
辞
典
︱
万
葉
か
ら
江
戸
ま
で
︱
﹄︵
二
〇
〇
八
年
一
一
月
、
朝
倉
書
店
︶

８
︵

︶
佐
佐
木
信
綱
編
﹃
日
本
歌
学
大
系
﹄
第
壱
巻
︵
一
九
五
七
年
三
月
、
風
間
書
房
︶

９
︵

︶
小
町
谷
照
彦
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄︵
一
九
九
〇
年
一
月
、
岩
波
書
店
︶

10
︵

︶
柳
井
滋
ほ
か
校
注
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀﹃
源
氏
物
語

四
﹄︵
一
九
九
五
年
三
月
、
岩
波
書
店
︶

11本
稿
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
注
に
掲
載
し
た
文
献
以
外
に
、
次
に
掲
げ
る
文
献
も
参
考
に
し
た
。

・
萩
谷
朴
﹃
紫
式
部
日
記
全
注
釈

上
巻
﹄︵
一
九
七
一
年
一
一
月
、
角
川
書
店
︶

・
南
波
浩
﹃
紫
式
部
集
の
研
究

校
異
篇

伝
本
研
究
篇
﹄︵
一
九
七
二
年
九
月
、
笠
間
書
院
︶

・
久
保
木
寿
子
﹁
紫
式
部
集
の
増
補
に
つ
い
て
︵
上
︶﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
六
一
集
︵
一
九
七
七
年
三
月
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
︶

・
久
保
朝
孝
﹁
古
本
系
﹃
紫
式
部
集
﹄
巻
末
付
載
﹁
日
記
歌
﹂
考
﹂︵
今
井
卓
爾
古
稀
記
念
論
集
編
集
委
員
会
編
﹃
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記
念

物
語
・

日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
﹄
一
九
八
〇
年
九
月
、
桜
楓
社
︶

・
中
周
子
校
注
︿
和
歌
文
学
大
系
﹀﹃
紫
式
部
集
﹄︵
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
明
治
書
院
︶

・
久
保
田
孝
夫
ほ
か
編
﹃
紫
式
部
集
大
成

実
践
女
子
大
学
本
・
瑞
光
寺
本
・
陽
明
文
庫
本
﹄︵
二
〇
〇
八
年
五
月
、
笠
間
書
院
︶
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・
久
保
朝
孝
﹃
古
典
解
釈
の
愉
悦
：
平
安
朝
文
学
論
攷
﹄︵
二
〇
一
一
年
一
月
、
世
界
思
想
社
︶

・
久
保
田
淳
﹃
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
一
﹄︵
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、
角
川
学
芸
出
版
︶

・
久
保
田
淳
﹃
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
三
﹄︵
二
〇
一
一
年
一
二
月
、
角
川
学
芸
出
版
︶

︵
国
文
学
科
三
年
生
︶
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